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『
な
か
ま
』
を
ご
愛
読
の
皆
様
、

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
健
や
か
に
希
望
に
輝
く
新
年

を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
ご

ろ
か
ら
佐
倉
市
政
の
運
営
に
あ
た

り
、
格
別
の
ご
支
援
を
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

昨
年
は
、
昭
和
29
年
３
月
31
日

の
佐
倉
市
誕
生
か
ら
60
周
年
の
節

目
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。
10
月
25

日
に
は
市
政
施
行
60
周
年
記
念
式

典
を
行
う
と
同
時
に
、
佐
倉
市
の

文
化
を
発
信
す
る
た
め
に
音
楽
祭

を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
他
、

市
民
の
皆
様
の
協
力
の
も
と
多
彩

な
記
念
事
業
を
行
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。 

 

そ
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
ま

し
て
、
８
月
に
は
、
佐
倉
市
と
連

携
協
働
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し

て
い
る
学
校
法
人
女
子
美
術
大
学

の
理
事
長
、
大
村
智
先
生
を
お
迎

え
し
、
特
別
講
演
会
を
開
催
い
た

し
ま
し
た
。
世
界
の
医
療
と
福
祉

に
多
大
な
る
貢
献
を
さ
れ
た
大
村

先
生
の
功
績
は
、
す
べ
て
の
人
た

ち
に
希
望
と
勇
気
を
与
え
て
く
だ

さ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
未
来
に
向
け
た
新
た

な
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
く
節
目

の
事
業
と
し
ま
し
て
も
と
て
も
素

晴
ら
し
い
講
演
会
で
し
た
。 

 

そ
し
て
11

月
に
は
長
崎
市
の
田

上
富
久
市
長
を
お
迎
え
し
て
の
平

和
講
演
会
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
被

爆
の
実
相
や
核
兵
器
の
な
い
世
界

に
向
け
て
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

私
た
ち
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と

て
も
貴
重
な
ご
講
義
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
の
講
演
を
き
っ
か
け

に
、
皆
様
が
今
一
度
平
和
に
つ
い

て
何
が
出
来
る
か
考
え
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

さ
て
、
平
成
27
年
の
干
支
は
未

で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
こ
こ
に

「
未
」
と
い
う
文
字
を
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
群
れ
を
な
す

羊
は
、
家
族
の
安
泰
を
示
し
、
い

つ
ま
で
も
平
和
に
暮
ら
す
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
未
の

月
に
あ
た
る
６
月
は
、
様
々
な
作

物
が
成
熟
す
る
大
切
な
季
節
で
あ

り
、
豊
作
へ
の
願
い
が
こ
め
ら
れ

て
い
ま
す
。 

 

本
年
が
実
り
の
あ
る
年
と
な
り

ま
す
よ
う
、
よ
り
一
層
市
政
運
営

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

結
び
に
、
年
の
初
め
に
当
た
り
、

市
民
の
皆
様
に
と
り
ま
し
て
平
和

で
幸
多
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
心

か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
年

頭
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 
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伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮 

お
白
石
持

し
ら
い
し
も
ち

行
事
の
感
動 

山
に
登
る
と
い
う
こ
と 

   
一
昨
年
知
人
の
神
社
宮
司
か
ら

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
お
白
石
持
行

事
参
加
の
誘
い
が
あ
っ
た
。
遷
宮 

諸
祭
の
中
、
最
大
級
の
行
事
で
延

べ
20
数
万
人
が
参
加
す
る
。
早
速
、

遷
宮
行
事
及
び
お
白
石
持
行
事
の

理
解
に
努
め
た
。 

８
月
下
旬
、
伊
勢
神
宮
に
向
か

っ
た
。
伊
勢
路
に
入
り
、
二ふ

た

見み

興お
き

玉た
ま

神
社
に
参
拝
、

禊
み
そ
ぎ

を
受
け
、
外

宮
に
あ
る
「
せ
ん
ぐ
う
館
」
を
見

学
。
翌
朝
、
全
身
白
装
束

し
ろ
し
ょ
う
ぞ
く

で
宿
を

出
発
し
外
宮
へ
。 

伊
勢
市
街
に
入
り
数
珠
つ
な
ぎ

の
バ
ス
の
中

に
神し

ん

領
り
ょ
う

民み
ん

（
伊

勢

市

民
）
の
案
内
の
方
が
乗
り
込
ん
で

来
ら
れ
、
特
別
神
領
民(

市
外
か

ら
の
参
加
者)

に
行
事
の
全
体
像

や
注
意
点
等
を
丁
寧
に
説
明
し
て

い
た
だ
く
。
下
車
す
る
と
早
朝
か

ら
猛
暑
の
予
感
。
朝
の
部
の
参
加

者
は
約
２
千
人
と
の
こ
と
。
こ
の

行
事
は
連
日
続
い
て
お
り
規
模
の

大
き
さ
を
改
め
て
実
感
し
た
。 

大
通
り
に
２
本
の
ど
こ
ま
で
も 

続
く
大
綱
が
導
か
れ
、
「
神
」
と 

「
宮
」
の
木
札
を
下
げ
た
私
た
ち

引
手
は
向
か
い
合
い
な
が
ら
４
列

に
並
ぶ
。
神
領
民
の
リ
ー
ダ
ー
の 

掛
け
声
に
合
わ
せ
て
「
エ
ン
ヤ
」

の
掛
声
等
で
「
お
白
石
奉
曵

ほ
う
え
い

」
開

始
、
壮
観
な
行
列
が
掛
声
と
う
ね

り
の
中
で
進
み
、
神
域
（
外
宮
）

に
到
達
し
た
。 

手
水

ち
ょ
う
ず

を
と
り
、
白
布
を
受
け
取

り
、
お
白
石
を
そ
の
上
に
受
け
取

っ
た
。
お
白
石
を
白
布
に
包
み
持

ち
、
外
宮
内
を
粛
々
と
進
み
、
そ

し
て
新
し
く
造
営
さ
れ
た
新
宮
内

に
進
む
。
遷
宮
後
は
入
れ
な
い
領

域
で
あ
る
。

正
し
ょ
う

宮ぐ
う

の
周
囲
を
進
み

な
が
ら
お
白
石
を
お
さ
め
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
、
内
宮
を

参
拝
し
て
久
し
ぶ
り
の
伊
勢
路
を

後
に
し
た
。 

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
行
事
に
参

加
で
き
た
喜
び
と
感
動
と
感
謝
の

気
持
ち
は
こ
れ
か
ら
も
忘
れ
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 

 
(

宮
ノ
台 

宍
戸 

賢
一)

 

  

   

先
日
、
木
曽
の
御
嶽
山
で
五
十

七
名
の
方
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
る

と
い
う
登
山
史
上
最
悪
の
事
故
が

発
生
し
ま
し
た
。
「
御
嶽
山
、
あ

な
た
の
紅
葉
と
い
う
お
色
直
し
を

し
た
美
し
い
お
姿
を
見
せ
て
貰
お

う
と
沢
山
の
人
達
が
あ
な
た
の
も

と
に
馳
せ
参
じ
た
の
に
突
然
お
怒

り
に
な
り
多
く
の
人
の
命
を
奪
っ

て
い
き
ま
し
た
ね
。
」
山
好
き
の

小
生
と
し
て
は
悔
し
い
で
す
、
悲

し
い
で
す
、
残
念
で
す
。
テ
レ
ビ

新
聞
等
で
山
の
遭
難
の
ニ
ュ
ー
ス

が
出
る
度
に
悔
し
い
思
い
悲
し
い

思
い
で
落
ち
込
み
ま
す
。 

近
年
中
高
年
の
間
で
登
山
ブ
ー

ム
と
や
ら
で
安
易
に
登
山
に
出
掛

け
る
人
が
多
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

絶
対
に
そ
の
様
な
気
持
で
山
に
登

る
の
は
止
め
て
戴
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
山
は
あ
な
た
が
考
え
て
い

る
ほ
ど
軽
く
は
無
い
の
で
す
。
小

生
達
が
生
ま
れ
る
ず
っ
と
前
か
ら

ど
っ
し
り
と
構
え
て
い
る
の
で
す
。 

山
を
征
服
す
る
！ 

な
ん
と
驕

り
高
ぶ
っ
た
言
葉
で
し
ょ
う
。
山

の
神
様
に
怒
ら
れ
ま
す
よ
。
自
然

の
中
で
は
人
間
な
ん
て
ち
っ
ぽ
け

な
存
在
な
の
で
す
。
そ
れ
を
征
服

す
る
だ
の
登
っ
て
や
る
の
だ
の
何

か
勘
違
い
を
し
て
い
る
の
で
は
、

山
は
そ
ん
な
人
達
に
鉄
槌
を
下
し

て
き
ま
す
よ
。 

ま
た
、
山
は
綺
麗
で
い
た
い
の

に
自
己
中
心
の
人
達
の
勝
手
気
ま

ま
な
行
動
に
よ
り
汚
さ
れ
、
荒
さ

れ
、
傷
つ
け
ら
れ
て
泣
い
て
い
ま

す
。 

山
は
言
い
ま
す
「
あ
な
た
が
来
る

ま
で
は
綺
麗
な
山
だ
っ
た
の
に
」 

 

そ
ん
な
事
を
言
わ
れ
な
い
よ
う

に
山
を
愛
し
山
に
愛
さ
れ
、
ち
っ

ぽ
け
な
人
間
が
大
き
な
山
の
自
然

に
抱
か
れ
て
学
び
育
ま
れ
、
そ
ん

な
関
係
を
築
い
て
い
け
た
ら
素
晴

ら
し
い
登
山
者
に
な
る
と
思
い
ま

す
。 

 

（
大
蛇
町 

内
田 

節
） 
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た
ま
に
京
都
人 

年
寄
り
の
つ
ぶ
や
き 

   
私
は
京
都
育
ち
で
あ
る
。
両
親

の
墓
が
京
都
に
あ
る
が
移
す
気
は

な
い
。
墓
参
り
を
兼
ね
て
、
毎
年

春
、
秋
の
２
回
京
都
を
訪
れ
、
京

都
人
を
や
る
。
楽
し
み
に
し
て
行

く
の
だ
か
ら
、
両
親
も
喜
ん
で
く

れ
る
だ
ろ
う
と
合
点
し
て
い
る
。 

新
幹
線
と
宿
が
選
べ
る
、
長
め

の
フ
リ
ー
プ
ラ
ン
が
リ
ー
ズ
ナ
ブ

ル
で
あ
る
。
市
内
中
心
部
の
ホ
テ

ル
を
選
ぶ
。
荷
物
は
海
外
旅
行
用

の
大
型
バ
ッ
グ
に
入
れ
、
宅
急
便

で
ホ
テ
ル
に
送
る
。
ホ
テ
ル
の
食

事
は
な
い
の
で
、
食
べ
歩
き
が
で

き
る
。
朝
食
は
イ
ノ
ダ
コ
ー
ヒ
ー

本
店
を
よ
く
利
用
す
る
。
昼
食
、

夕
食
は
訪
れ
る
場
所
近
辺
で
評
判

の
店
を
調
べ
て
、
予
約
を
入
れ
て

お
く
。
店
探
し
も
楽
し
み
の
一
つ
。

町
家
を
改
造
し
た
食
事
処
も
増
え

て
い
る
。
た
ま
に
は
錦
小
路
を
ぶ

ら
ぶ
ら
歩
き
な
が
ら
夕
食
を
仕
入 

れ
、
部
屋
食
も
い
い
。 

 

京
都
で
育
っ
た
が
、
京
都
の
こ

と
を
あ
ま
り
良
く
知
ら
な
い
。
そ

こ
で
一
昨
年
、
京
都
検
定
を
受
験

し
た
。
試
験
は
合
格
し
た
が
、
半

端
で
は
出
来
な
い
試
験
で
あ
っ
た
。 

受
験
会
場
は
若
い
人
が
大
半
で
真

剣
そ
の
も
の
。
歴
史
、
寺
社
、
仏

像
、
庭
、
絵
、
工
芸
品
、
祭
り
、

花
街
、
料
理
、
菓
子
、
地
名
、
言

葉
、
諺
、
野
菜
…
。
あ
ま
り
の
範

囲
の
広
さ
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
、
老

化
が
進
む
頭
が
中
々
つ
い
て
い
か

な
い
。
苦
労
し
た
だ
け
、
終
わ
る

と
京
都
の
楽
し
み
方
が
倍
増
し
た

よ
う
な
気
が
す
る
。 

 
京
都
の
庭
園
は
ど
こ
も
ピ
シ
ッ

と
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
。
工
芸
品

も
一
流
で
あ
る
。
工
芸
家
を
輩
出

す
る
仕
組
み
が
で
き
て
い
る
。
企

業
も
老
舗
だ
け
で
な
く
、
京
都
に

本
社
を
置
く
上
場
企
業
も
多
い
。 

若
い
人
が
全
国
か
ら
集
ま
り
、
伝

統
を
継
承
し
つ
つ
新
し
い
も
の
を

作
っ
て
い
る
。
京
都
は
広
く
、
歴

史
も
深
い
。
日
本
の
歴
史
そ
の
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
何
度
行
っ
て

も
飽
き
な
い
。 

 

（
ユ
ー
カ
リ
が
丘 

加
藤 

克
俊
） 

 

   

「
お
じ
い
さ
ん
テ
レ
ビ
の
音
が

大
き
い
で
す
よ
」
と
老
妻
か
ら
注

意
が
再
三
。 

「
そ
の
う
ち
お
婆
さ
ん
も
こ
う

な
る
よ
」
な
ど
と
言
い
返
さ
ず
に

素
直
に
従
う
の
が
コ
ツ
。 

テ
レ
ビ
で
聞
く
若
い
人
の
歌
の

日
本
語
が
分
か
ら
な
い
。
お
婆
さ

ん
に
聞
く
と
「
ち
ゃ
ん
と
分
か
り

ま
す
よ
」
と
の
こ
と
。
育
ち
ざ
か

り
が
戦
争
で
、
そ
の
後
の
不
勉
強

な
ど
も
あ
っ
た
せ
い
か
、
リ
ズ
ム

感
が
ま
っ
た
く
違
う
。
耳
も
遠
い

か
。 つ

い
最
近
、
八
十
五
歳
の
同
級

生
を
三
名
私
の
車
に
乗
せ
て
温
泉

一
泊
の
ミ
ニ
同
窓
会
を
楽
し
ん
だ
。

高
齢
者
の
同
窓
生
グ
ル
ー
プ
の
会

話
は
声
高
に
な
り
が
ち
。
ま
し
て

ア
ル
コ
ー
ル
で
も
入
れ
ば
本
人
た

ち
は
上
機
嫌
だ
が
、
周
り
の
人
に

と
っ
て
は
傍
若
無
人
の
迷
惑
と
な

る
可
能
性
大
と
な
る
。
素
面
の
う

ち
に
そ
こ
ら
へ
ん
を
考
え
て
、
ホ

テ
ル
の
大
食
堂
で
は
他
の
客
の
少

な
い
ホ
ー
ル
の
隅
に
席
を
と
っ
た
。 

今
は
亡
き
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
七

十
年
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
も
う
二

十
回
く
ら
い
は
聞
い
て
い
る
同
じ

話
だ
が
、
同
級
生
の
話
は
面
白
く

笑
顔
で
聞
け
る
。
同
級
生
は
有
難

い
も
の
だ
と
身
に
染
み
て
感
じ
る
。

お
婆
さ
ん
に
同
じ
話
を
三
回
も
聞

か
せ
た
ら
お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
ボ
ケ

た
の
か
と
厳
し
い
眼
差
し
が
返
っ

て
く
る
。 

戦
争
中
、
学
徒
動
員
で
軍
用
機

組
立
工
場
（
現
在
の
ス
バ
ル
の
自

動
車
工
場
）
で
再
三
の
猛
爆
撃
下

で
逃
げ
回
っ
た
こ
と
も
懐
か
し
い

想
い
出
話
と
な
る
歳
か
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
「
国
を
守
る

た
め
、
国
民
の
命
を
守
る
た
め
」

と
黄
色
い
声
を
張
り
上
げ
る
政
治

家
も
出
て
き
た
が
、
「
ま
た
昔
と

同
じ
手
を
使
っ
て
き
た
か
」
と
声

を
落
と
し
て
眉
を
ひ
そ
め
あ
っ
た
。 

 

（
大
蛇
町 

塚
原 

謙
二
） 

    



－４－ 

 

明
け
ま
し
て 

 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 

光
陰
矢
の
如
し
と
い
い
ま
す
が
、

月
日
の
経
つ
の
は
早
い
も
の
で
、

平
成
も
今
年
で
第
２
期
四
半
世
紀

の
２
年
目
に
な
り
ま
し
た
。 

 
先
ず
は
、
蕨
市
長
よ
り
年
頭
に

当
た
り
干
支
の
書
と
ご
寄
稿
を
戴

き
巻
頭
を
飾
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
今
年
は
、
ひ
つ
じ
の
年
、

お
と
な
し
い
羊
に
あ
や
か
っ
て
少

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 
 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し
て
最

後
の
四
年
目
を
迎
え
る
に
当
り
、

今
迄
の
自
分
の
有
り
方
を
振
り
返

り
心
に
残
っ
た
事
を
記
し
て
み
ま

す
。
私
は
普
段
は
無
口
の
部
に
属

す
る
の
で
す
が
、
何
か
話
し
を
す

る
き
っ
か
け
が
あ
る
と
以
前
心
に

残
っ
て
い
た
事
が
突
然
口
に
出
て

し
ま
う
場
合
も
あ
り
、
迷
惑
を
お

か
け
し
た
と
き
は
、
大
変
申
し
訳

な
く
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

『
な
か
ま
』
の
編
集
に
携
わ
る

事
で
何
か
を
書
こ
う
と
思
う
心
が

常
に
意
識
さ
れ
、
読
書
の
量
を
増

や
す
循
環
が
生
れ
た
事
は
感
謝
し

て
い
ま
す
。 

 

自
分
の
周
り
の
人
に
原
稿
を
お

願
い
し
た
り
し
て
心
の
張
り
を
常

に
維
持
し
、
今
後
の
自
分
の
方
向

も
少
し
は
開
け
た
様
な
気
が
し
ま

す
。
在
学
中
困
っ
た
時
は
す
ぐ
相

談
で
き
る
場
が
あ
り
と
て
も
助
か

り
ま
し
た
が
、
今
後
は
同
窓
生
の

力
を
借
り
て
や
っ
て
い
く
予
定
で

す
。 

 
 
 
 

 （
太
田 

誠
一
） 

 
 
 
 
 

し
で
も
平
和
で
穏
や
か
な
年
に
な

る
よ
う
願
い
た
い
も
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
『
な
か
ま
』
が
始
ま

っ
て
今
年
11
月
で
40
年
目
に
な
り

ま
す
が
、
創
刊
以
来
、
一
回
も
切

れ
る
こ
と
な
く
発
行
を
続
け
て
い

ま
す
。 

 

こ
れ
は
偏
ひ
と
え

に
市
民
の
皆
様
か
ら

の
投
稿
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
が
、

こ
れ
か
ら
も
楽
し
い
紙
面
作
り
に

努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
も
ご
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
金
井 

義
彰
） 

1 月の黒板 

 

『なかま』の２ページと３ページは佐倉市民の皆さんから投稿いた 

だいた記事を掲載しております。 

 『なかま』の原稿は、自由テーマを原則としています。「出会いと別れ」、「旅の 

思い出」、「祭り」、「私のふるさと」、「私の健康法」など何でも構いません。また、 

日常での出来事で発見したこと、気付いたこと、経験や感想などもご随意にお書き 
ください。 
原稿の字数は、650 字（13 字×50 行）以内です。また、掲載するにあたり常用漢 

字への変更や、句読点等の修正をさせていただくことがあります。 

問い合わせ先 
 佐倉市立中央公民館 TEL０４３－４８５－１８０１ 

〒２８５－００２５ 佐倉市鏑木町１９８－３ 
ＵＲＬ  http://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/16-1-0-0-0_1.html 

あ
と
が
き 

 


